
　

名
古
屋
の
経
済
発
展
は
、
徳
川
家

康
が
今
の
名
古
屋
の
地
域
を
「
経
済

特
区
」
と
し
て
規
制
緩
和
し
、
商
業

と
遊
び
の
要
所
に
し
た
こ
と
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。
街
の
中
心
に
商
人
が

住
み
、
そ
の
周
り
に
武
士
や
職
人
が

住
み
ま
し
た
。

　

武
士
は
こ
こ
で
職
芸
、つ
ま
り
ア
ル

バ
イ
ト
を
し
て
お
金
を
稼
い
で
も
い
い

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
多
く
の
武

士
は
寺
子
屋
を
開
き
、
子
供
た
ち
に

『
論
語
』
を
中
心
と
し
た
道
徳
教
育

を
し
ま
し
た
。
お
陰
で
子
供
は
親
孝

行
に
な
り
、
徳
も
上
が
り
、お
ま
け
に

識
字
率
も
、
世
界
一
の
水
準
ま
で
上

が
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
文
学
も
流
行
り
、
シ

ナ
リ
オ
が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

芸
文
化
も
花
開
き
ま
し
た
。
さ
ら
に

す
ご
い
こ
と
に
、
庶
民
が
か
ら
く
り
・

時
計
・
道
具
な
ど
の
製
造
指
図
書
を

読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
機

織
り
機
な
ど
の
モ
ノ
づ
く
り
が
集
約

さ
れ
、
今
の
自
動
車
産
業
な
ど
に
つ

な
が
り
ま
し
た
。

　

当
時
、尾
張（
愛
知
県
西
部
）の
年

貢（
税
金
）は
江
戸
よ
り
ず
っ
と
低
く
、

庶
民
も
み
ん
な
リ
ッ
チ
で
し
た
。
楽
市
・

楽
座
の
お
か
げ
で
交
易
も
非
常
に
盛

ん
で
、
商
人
は
織
物
、
酒
、
材
木
な

ど
衣
食
住
に
必
要
な
材
料
を
江
戸

に
大
量
に
売
り
、
稼
い
だ
金
で
歌
舞

伎
や
浄じ

ょ
う

瑠る

璃り

な
ど
を
楽
し
み
ま
し
た
。

経
済
が
非
常
に
よ
く
循
環
し
、
名
古

屋
の
街
は
空
前
の
発
展
を
遂
げ
ま
し

た
。
経
済
の
好
循
環
は
そ
の
後
、
約

２
6
０
年
続
い
た
ん
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
家
康
の
時
代
か
ら

尾
張
に
は「
金
を
稼
い
で
ど
ん
ど
ん
使

え
」
と
い
う
文
化
が
あ
り
、そ
れ
を
徹

底
し
た
の
が
徳
川
宗む

ね

春は
る

で
し
た
。
名

古
屋
に
は
今
で
も
、「
よ
い
こ
と
に
金

を
使
う
こ
と
は
美
徳
で
あ
る
」
と
い

う
考
え
方
が
根
付
い
て
い
ま
す
が
、そ

れ
は
宗
春
の
影
響
が
大
き
い
で
し
ょ
う
。

宗
春
精
神
で
町
お
こ
し
に
成
功

　

た
だ
し
名
古
屋
に
は
、
よ
そ
者
に

対
し
て
排
他
的
な
面
も
あ
り
ま
す
。

学
生
時
代
の
私
は
そ
ん
な
雰
囲
気
が

好
き
に
な
れ
ず
、ア
メ
リ
カ
か
ら
来
た

進
駐
軍
の
人
々
の
オ
ー
プ
ン
な
雰
囲

気
に
と
て
も
憧
れ
て
、
東
京
に
進
学

し
た
後
に
渡
米
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、ア
メ
リ
カ
の
ホ
テ
ル
で
働

い
た
後
、
帰
国
し
て
名
古
屋
に
戻

る
と
、
地
元
の
人
が
と
て
も
温
か
く

迎
え
入
れ
て
く
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

会
社
の
経
営
状
況
が
悪
い
時
に
は
大

勢
の
友
人
た
ち
が
助
け
て
く
れ
、
地

域
の
付
き
合
い
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
、

名
古
屋
の
強
み
だ
と
感
じ
た
ん
で
す
。

　

市
の
中
心
部
で
あ
る
栄
エ
リ
ア
は

当
時
、
繁
華
街
と
し
て
発
展
す
る
裏

で
、
違
法
風
俗
や
麻
薬
、
暴
力
団
や

暴
走
族
な
ど
、
数
々
の
社
会
的
な
問

題
も
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、
地
域
の

み
ん
な
に
担
ぎ
上
げ
ら
れ
る
か
た
ち
で
、

町
お
こ
し
活
動
を
始
め
ま
し
た
。

　

地
域
を
変
え
る
に
は「
若
者
・
変
わ

り
者
・
よ
そ
者
」
を
集
め
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
、
音
楽
祭
な
ど
の
イ
ベ
ン

ト
を
企
画
し
ま
し
た
。
数
多
く
の
企

業
が
協
賛
金
な
ど
を
支
援
し
て
く
れ
、

音
楽
祭
は
大
成
功
。
毎
年
の
恒
例

行
事
と
な
り
ま
し
た
。

　

イ
ベ
ン
ト
活
動
を
通
し
て
、バ
ラ
バ

ラ
だ
っ
た
地
域
が
一
つ
に
な
り
、
地
域

に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
で
き
て
き
ま
し
た
。

す
る
と
、
困
っ
た
時
に
は
助
け
合
え
、

犯
罪
に
目
を
光
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
、

そ
れ
自
体
が「
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
」に
な
っ

た
の
で
す
。
名
古
屋
の
発
展
の
背
景

に
は
、こ
う
し
た
地
域
の
つ
な
が
り
が

あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

経
営
や
町
お
こ
し
を
す
る
中
で
お

手
本
し
た
の
が
宗
春
の
精
神
で
す
。

『
温
知
政
要
』
の
中
で
特
に
大
事
だ

と
思
う
の
は
、「
規
制
緩
和
」
と
「
ま

ぁ
え
え
が
や
」
の
精
神
。
こ
の
考
え

方
は
今
の
政
府
に
も
必
要
で
す
ね
。

法
律
が
増
え
る
と
国
民
の

活
動
が
縛
ら
れ
、経
済
が
回

ら
な
く
な
り
ま
す
。
ル
ー
ル

で
は
な
く
、
徳
で
世
の
中
が

回
る
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。

名
古
屋
は
日
本
全
国
の

文
化
の
発
祥
地

　

こ
の
よ
う
に
、
名
古
屋
は

世
界
を
牽
引
で
き
る
経
済

力
を
持
っ
た
場
所
で
す
が
、

名
古
屋
人
の
多
く
は
外
に

向
け
て
積
極
的
に
ア
ピ
ー
ル

し
よ
う
と
し
ま
せ
ん
。
河
村
た
か
し

市
長
は
よ
く
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、ロ
ン
ド

ン
、
名
古
屋
～
！
」
と
言
っ
て
い
ま
す

が
、
私
も
名
古
屋
は
日
本
一
、
世
界

一
の
都
市
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

江
戸
時
代
の
大
名
の
8
割
は
織

田
信
長
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
の

家
来
だ
っ
た
の
で
、
愛
知
や
岐
阜
の

出
身
で
し
た
。
こ
こ
は
日
本
全
国
の

文
化
の
発
祥
地
だ
っ
た
の
で
す
。
愛

知
の
人
は「
全
部
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た

ん
だ
が
や
！
」と
自
信
を
持
つ
べ
き
で

す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
談
）

館内の400年湧き続ける井戸水が流れ入る池には
美しい錦鯉が優雅に泳いでいる。

2007年から毎年開催している「栄ミナミ音楽祭」の開会
式で、河村たかし名古屋市長（左）とともに挨拶する深田
社長（写真は2016年に撮影）。

料亭 蔦茂 代表取締役社長

深田正雄
（ふかだ・まさお）
1948年、名古屋市にある料亭の
一人息子として生まれる。一橋大
学卒業後、単身渡米。ホテルの支
配人などを歴任。帰国後、森島羅
紗店社長を経て、蔦茂社長に就
任。異業種交流組織・名古屋経営
研究会会長、栄ミナミ地域活性化
協議会会長などを歴任。

「
名
古
屋
は
今
も
昔
も

 

世
界
一
！
」

名
古
屋
で
１
０
０
年
続
く
老
舗
料
亭「
蔦つ

た
も茂
」の
社
長
に
、

名
古
屋
が
持
つ
底
力
に
つ
い
て
聞
い
た
。

1913年　　正雄氏の祖父、深田良
よし

矩
のり

氏が
　　　　　 住吉町にて「旅館 蔦茂」を創業
1947年　　空襲で全焼した旅館を父の正

まさ

矩
のり

氏が再興。
　　　　　  「料理旅館 蔦茂」として再開

History

料亭 蔦茂（愛知県名古屋市）

1995年　　正雄氏が社長に就任
2013年　　創業100年を迎える
2018年春　新店がオープン予定

愛知
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